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特 

集

梨
の
季
節
が

　
や
っ
て
き
た

豊
浜
町
和
田
地
区
で
生
産
さ
れ
て
い
る
ホ
ウ
ナ
ン
の
梨
。
こ
の
地
域
は
県
内

唯
一
の
梨
の
生
産
地
で
す
。
ホ
ウ
ナ
ン
の
梨
は
、
さ
ぬ
き
讃
フ
ル
ー
ツ
や
観

音
寺
ブ
ラ
ン
ド
に
推
奨
・
認
証
さ
れ
て
お
り
、
高
い
品
質
を
誇
り
ま
す
。
シ

ー
ズ
ン
真
っ
盛
り
の
中
、
産
地
と
し
て
こ
と
し
で
１
１
１
年
を
迎
え
る
ホ
ウ

ナ
ン
の
梨
の
魅
力
を
お
伝
え
し
ま
す
。

　
豊
浜
町
和
田
地
区
で
収
穫
さ

れ
る
梨
は
、「
ホ
ウ
ナ
ン
の
梨
」

と
し
て
１
０
０
年
以
上
の
歴
史

を
誇
り
ま
す
。
春
ご
ろ
の
低
温

期
や
長
雨
の
影
響
で
、
例
年
よ

り
出
荷
が
少
し
遅
れ
た
も
の
の
、

８
月
上
旬
か
ら
梨
の
出
荷
が
始

ま
り
ま
し
た
。

　
ホ
ウ
ナ
ン
の
梨
の
主
要
品
種

は
、
幸
水
、
豊
水
、
二
十
世

紀
、
あ
き
づ
き
、
新
高
の
５
品

種
。
主
に
10
月
上
旬
ま
で
出
荷

が
続
き
ま
す
。

　
果
樹
は
野
菜
と
は
異
な
り
、

収
穫
時
期
が
年
に
た
っ
た
１
回
。

梨
農
家
の
皆
さ
ん
は
夏
の
収
穫

に
向
け
て
、
冬
か
ら
準
備
を
始

め
て
い
ま
す
。

　
豊
南
地
区
梨
部
会
の
川
上
益

弘
さ
ん
は
、「
農
業
は
自
然
と

対
話
す
る
仕
事
。
近
年
、
大
雨

な
ど
の
異
常
気
象
が
当
た
り
前

に
な
っ
て
お
り
、
作
業
工
程
を

立
て
る
の
が
難
し
い
。
不
安
は

常
に
抱
え
て
い
る
」
と
話
し
ま

す
。
こ
と
し
は
、
大
き
な
災
害

は
起
き
て
お
ら
ず
、
無
事
に
収

穫
・
出
荷
作
業
が
続
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

　
年
に
一
度
、
こ
の
時
期
だ
け

の
自
然
の
恵
み
を
、
大
切
に
味

わ
い
ま
し
ょ
う
。

ホウナンの梨 主要品種の収穫期と味の違い

直売所が９月下旬までオープン

品種 ８月
上旬

８月
中旬

８月
下旬

９月
上旬

９月
中旬

９月
下旬

10月
上旬

幸水
豊水

二十世紀
あきづき

新高

１００年以上の歴史がある品種。黄緑色の果皮で
果肉は柔らかく、多汁で甘みがある

ホウナンの梨直売所
（豊浜町和田甲460 ＪＡ香川県豊南地区
 営農センター和田事業所内）
☎５２－２１６１　Ⓕ５６－３０１４
営業期間：９月下旬ごろまで
営業時間：午前８時30分～午後４時30分
定休日：無休

黄金色で表面のざらざらがと
れた梨が食べごろです。一定
以上の糖度の実を出荷してい
ますが、食味の好みは人それ
ぞれなので、満足するものも
あれば物足りないものもある
でしょう。でも、それが果物
との巡り合わせ。果物を食べ
る面白さです。

道の駅とよはまでは、
ホウナンの梨の果肉
が入った梨ヨーグル
トアイスを販売。
梨を使った焼き肉の
たれは、上記直売所
や道の駅ことひき、
とよはまで販売して
います。

■１ 直売所では梨果汁たっぷりのソフトクリームも販
売しており、大人気■２ ８月11日にはさぬき讃フルー
ツ大使が直売所で梨をＰＲしました■３ 選果場では目
視で状態をチェックし、糖度や重さ、傷みなどをセ
ンサーで判別します■４ 20人くらいで選果・出荷作業
を行っています

Ｊ
Ａ
香
川
県

Ｊ
Ａ
香
川
県    

合
田
合
田  

陽
明
陽
明
さ
ん
さ
ん

／  梨との巡り合わせを楽しんで ／

梨の加工品いろいろ

　　二十世紀　　二十世紀

果実が大きく、多汁で酸
味と甘みのバランスが良
く、豊かな食味

　　豊水　　豊水

柔らかくて甘みも強く香
り高い。大きくて見栄え
が良いので贈り物にも重
宝されている

　　新高　　新高
果肉が柔らかく多汁で糖
度が高く酸味が少ない。
新高・豊水・幸水の人気
品種の掛け合わせ

　　あきづき　　あきづき

しゃっきりとした食感と
上品な香りに高い糖度。
最も人気のある品種

　　幸水　　幸水

特集　梨の季節が

■１

■３

■２

■４
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収
穫
収
穫

３月下旬ごろに
花粉を採ってお
き、４月上中旬
に梨の花が咲く
と受粉作業開始。
付け忘れを防ぐ
ため、食紅で色
を付けた花粉を
付けていきます。

受粉後２週間ほど
すると、オリーブ
くらいの大きさの
実が各枝に５～６
個できます。良い
実を育てるため、
どの実を残すかを
考えながら、５月
中に摘果作業を行
います。

　
ホ
ウ
ナ
ン
の
梨
は
、
た
び
た

び
病
気
や
災
害
に
見
舞
わ
れ
て

き
ま
し
た
。
昭
和
25
年
（
１
９

５
０
年
）
の
黒
斑
病
の
ま
ん
延

や
昭
和
53
年
（
１
９
７
８
年
）

の
干
害
、
そ
の
後
も
、
数
年
ご

と
に
ひ
ょ
う
や
台
風
に
よ
る
落

果
被
害
を
受
け
て
い
ま
す
。

　
平
成
16
年
（
２
０
０
４
年
）

に
は
、
集
中
豪
雨
や
相
次
ぐ
台

風
に
よ
り
、
土
砂
崩
れ
や
山
崩

れ
が
起
き
、
多
く
の
梨
畑
が
土

砂
で
埋
も
れ
る
な
ど
の
被
害
に

遭
い
ま
し
た
。
こ
の
災
害
に
よ

り
、
当
初
は
50
ヘ
ク
タ
ー
ル
あ

っ
た
栽
培
面
積
の
う
ち
、
25
ヘ

ク
タ
ー
ル
が
被
害
を
受
け
ま
し

た
。
災
害
を
機
に
梨
作
り
を
辞

　
豊
浜
町
の
南
東
部
に
あ
る
大

谷
山
の
西
斜
面
一
帯
に
梨
畑
が

広
が
り
、「
梨
の
郷
」
と
呼
ば

れ
て
い
ま
す
。

　
ホ
ウ
ナ
ン
の
梨
の
生
産
者
は

38
軒
。
豊
浜
町
和
田
地
区
（
大

坪
、
院
内
、
梶
谷
）
に
37
軒
と

大
野
原
町
花
稲
地
区
に
１
軒
の

梨
農
家
が
あ
り
ま
す
。

　
明
治
42
年
（
１
９
０
９
年
）

に
川
上
今
太
郎
氏
、
川
上
武
平

氏
が
日
本
ナ
シ
を
植
え
た
の
が
、

豊
浜
地
区
の
梨
栽
培
の
始
ま
り

で
、
そ
の
後
昭
和
７
年
（
１
９

手
間
暇
が
掛
か
る
梨
作
り
。

１
個
の
梨
を
収
穫
す
る
ま
で
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

翌
年
の
梨
作
り
に
向
け
て
、
作
業
開
始
。

枝
の
剪
定
を
し
、
棚
付
け
し
て
い
き
ま
す
。

め
る
人
も
多
か
っ
た
そ
う
で
す
。

そ
の
後
、
33
ヘ
ク
タ
ー
ル
ま
で

回
復
し
ま
し
た
が
、
高
齢
化
や

後
継
者
不
足
で
現
在
は
23
ヘ
ク

タ
ー
ル
ほ
ど
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
ホ
ウ
ナ
ン
の
梨
を
守
り
続
け

て
い
く
た
め
、
主
力
品
種
の
幸

水
に
代
わ
る
新
品
種
や
、
作
業

効
率
の
良
い
栽
培
方
法
の
研
究

が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

地
元
小
学
生
の
作
業
体
験
な
ど

を
通
し
て
、
産
地
の
誇
り
や
梨

作
り
の
魅
力
を
伝
え
る
活
動
も

行
っ
て
い
ま
す
。

　
県
内
唯
一
の
梨
の
産
地
を
守

り
続
け
て
い
く
た
め
に
、
生
産

者
の
取
り
組
み
は
続
き
ま
す
。

３
２
年
）
に
大
谷
山
林
開
墾
組

合
が
１
１
３
人
で
組
織
さ
れ
、

翌
年
か
ら
大
谷
山
の
20
町
歩
を

開
墾
し
て
梨
や
ミ
カ
ン
な
ど
の

果
樹
畑
を
整
備
し
ま
し
た
。

　
豊
浜
町
の
山
麓
地
帯
は
、
県

境
の
大
谷
山
か
ら
海
岸
線
ま
で

の
距
離
が
短
い
た
め
水
源
に
恵

ま
れ
ず
、
年
間
の
降
水
量
も
少

な
い
こ
と
か
ら
、「
米
は
３
年

に
一
度
し
か
と
れ
な
い
」
と
言

わ
れ
た
地
域
で
し
た
。
そ
の
た

め
、
干
ば
つ
に
強
い
梨
に
注
目

し
、
山
を
切
り
開
い
て
梨
畑
を

広
げ
て
い
く
取
り
組
み
を
続
け

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

「
梨
の
郷
」の
歴
史

梨
が
で
き
る
ま
で

梨
が
で
き
る
ま
で

受
粉
受
粉

摘
果
摘
果

袋
掛
け

袋
掛
け

枝
の
枝
の
剪剪せ

ん
せ
ん

定定て
い
て
い

４月５月６月７月下旬～ 10 月上旬12 月～ 2 月

■１ 昭和29年（１９５４年）ごろ、梨生産者の集
合写真■２ 梨畑の多くは、大谷山の急斜面にあ
る。斜面での作業には苦労が伴うが、見晴ら
しの良さは格別■３ 土砂が梨畑に流れ込み、壊滅的な被害を受け

た（平成16年）■４ 生育が早く作業がしやすい「ジ
ョイント栽培」を研究 ■５ 豊浜小学校の体験学習

■１

■３

■２

■４

■５

梨の大敵であ
る害虫。袋や
防蛾灯で被害
を防ぎます。
７月ごろから
梨畑に防蛾灯
がともると、
幻想的な風景
が広がります。

手作業で１個
ずつ丁寧に収
穫します。
地元のたんぽ
ぽ保育園では、
毎年子どもた
ちが梨狩りを
行っています。

まだ、こんなに小さい

梨らしくなってきた！

真っ白な
梨の花

見
極
め
が
大
事上

手
に
採
れ
た
ね

ち
ょ
ん
ち
ょ
ん
と
…

特集　梨の季節が
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30
歳
で
独
立
し
、
山
を
開
墾

し
て
自
分
の
果
樹
園
を
整
備
し

ま
し
た
が
、
何
も
分
か
ら
ず
困

っ
て
い
た
私
を
、
先
輩
方
や
笠

田
高
等
学
校
の
関
先
生
が
親
身

に
指
導
し
、
大
事
に
し
て
く
れ

ま
し
た
。
最
初
の
こ
ろ
は
経
営

が
苦
し
く
作
業
も
大
変
で
、
家

内
は
よ
く
付
い
て
き
て
く
れ
た

と
思
い
ま
す
。

　
朝
５
時
に
起
き
て
７
時
半
に

は
梨
畑
で
作
業
を
し
ま
す
。
途

中
休
憩
を
挟
み
ま
す
が
、
夜
帰

る
の
は
午
後
７
時
過
ぎ
。
開
墾

し
て
い
た
当
時
に
過
労
の
せ
い

か
入
院
し
た
く
ら
い
で
、
現
在

ま
で
医
者
か
ら
「
何
も
悪
い
と

こ
ろ
が
な
い
」
と
言
わ
れ
る
く

ら
い
丈
夫
で
す
。
山
で
仕
事
し

て
い
る
か
ら
元
気
で
い
ら
れ
る

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
毎
日
大

き
く
な
る
果
実
を
見
る
の
は
楽

し
み
で
す
。

　
一
年
苦
労
し
た
の
に
、
良
い

梨
が
で
き
な
い
と
情
け
な
い
時

も
あ
り
ま
す
。
見
た
目
が
綺
麗

で
も
糖
度
の
低
い
も
の
は
出
荷

で
き
ま
せ
ん
。
で
も
、
そ
れ
は

ホ
ウ
ナ
ン
の
梨
の
基
準
を
守
る

た
め
に
大
切
な
こ
と
で
す
。

　
豊
南
地
区
は
雨
が
少
な
く
気
温
が

高
い
瀬
戸
内
海
式
気
候
。
加
え
て
、

傾
斜
地
に
畑
が
あ
り
水
は
け
が
良
い

た
め
、
県
外
の
地
域
と
比
べ
て
糖
度

が
高
い
梨
を
作
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
梨
は
他
の
果
樹
と
比
べ
、
と
て
も

手
間
が
掛
か
り
ま
す
が
、
生
産
者
に

は
、
甘
く
て
お
い
し
い
梨
を
作
る
喜

び
と
そ
れ
を
お
い
し
く
食
べ
て
い
た

だ
け
る
喜
び
と
の
２
つ
の
喜
び
が
あ

り
ま
す
。

　
１
０
０
年
以
上
続
い
て
き
た
歴
史

の
重
み
は
感
じ
ま
す
が
、
最
近
30
代

後
半
か
ら
40
代
前
半
の
若
手
後
継
者

も
増
え
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も

み
ん
な
で
梨
の
産
地
を
守
り
続
け
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
地
域
の
祭
り
や
ス
ポ
ー
ツ
チ

ー
ム
な
ど
で
、
以
前
か
ら
梨
農

家
の
み
ん
な
と
付
き
合
い
が
あ

り
、「
早
く
梨
農
家
に
な
れ
よ
」

と
誘
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
退
職

後
は
、
世
代
を
問
わ
ず
遠
慮
な

く
聞
き
に
行
っ
て
、
ノ
ウ
ハ
ウ

を
い
っ
ぱ
い
教
え
て
も
ら
い
ま

し
た
。

　
あ
る
時
、業
者
さ
ん
か
ら「
自

分
だ
け
で
は
な
く
、
み
ん
な
で

い
い
も
の
を
作
っ
て
売
ろ
う
と

す
る
、
こ
う
い
う
地
域
は
な
か

な
か
な
い
」
と
言
わ
れ
驚
き
ま

し
た
。
自
分
は
こ
こ
し
か
知
ら

な
い
の
で
当
た
り
前
だ
と
思
っ

て
い
ま
し
た
。

　
梨
作
り
は
大
変
で
す
が
、
季

節
を
感
じ
な
が
ら
仕
事
で
き
る

喜
び
も
あ
り
ま
す
。
勤
め
て
い

た
頃
は
首
や
腰
を
痛
め
、
手
術

が
必
要
な
く
ら
い
で
し
た
が
、

今
は
体
調
が
良
い
で
す
。

　
年
配
の
人
は
、
今
も
新
し
い

梨
の
苗
を
植
え
て
い
て
「
続
け

る
ぞ
」
と
い
う
や
る
気
を
感
じ

ま
す
。
地
域
で
協
力
し
な
が
ら
、

で
き
る
だ
け
長
く
梨
作
り
を
続

け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
年
苦
労
し
た
の
に
、
出
荷
で
き
な
い
と

き
も
あ
る
。
で
も
、
そ
れ
は
ホ
ウ
ナ
ン
の

梨
の
基
準
を
守
る
た
め
に
大
切
な
こ
と
。

100年以上続いてきた、梨の産地を守り続ける

み
ん
な
で
い
い
も
の
を
作
っ
て
売
ろ
う

と
す
る
、
こ
う
い
う
地
域
は
な
か
な
か

な
い
。

大葊 保さん
梨農家の次男として生まれ
た保さん。54年前に山を開
墾して植えた梨の木（写真）
は、今も千個以上の実を付
けます。

豊南地区梨部会 部会長
川上　益弘さん
曽祖父の武平さんは、この地に
初めて梨を植えた一人。

INTERVIEW ホウナンの梨を作る人たち

大葊 公彦さん
　　 久美子さん
東かがわ市出身の公彦さん
は３年前に会社を退職し、
久美子さんの実家の梨農家
へ転職。夫婦で梨作りを行
っています。

み
ん
な
で
、
え
え
も
ん
を
。

梨
部
会
の
工
夫
や
取
り
組
み

あちこちに建てられている梨部会の掲
示板。害虫の発生情報や果実の生育情
報などを生産者で共有している。掲示
板の前に集まり、情報交換している光
景がよく見られる。

若手生産者が中心の「生産
部」では、定期的に会議を
開き、情報共有を行う。

70代以上の先輩方が元気に頑
張ってくれています。若手で
引き継いでいきたいですね。

生
産
部
長　

生
産
部
長　

横
山
横
山  

浩
一
浩
一
さ
ん
さ
ん

特集　梨の季節が




